
三
寒
四
温
と
は
言
い
ま
す

が
、
今
年
は
特
別
に
気
温
の

変
動
の
幅
が
大
き
い
よ
う
で

す
。
体
調
を
崩
さ
れ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
て
お
り
ま
す
。

今
年
も
例
年
通
り
、
三
月

二
十
四
日
（
今
年
は
、
木
曜
日
に

な
り
ま
す
）
に
開
催
し
ま
す
。

今
年
、
法
話
を
い
た
だ
く

迦
葉
寺
の
方
丈
様
は
、
天
草

か
し
ょ
う
じ

市
の
お
寺
の
住
職
で
比
較
的

若
い
方
で
す
が
、
在
家
出
身

と
言
う
事
も
有
り
分
か
り
易

い
話
を
頂
け
る
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

浄
国
寺
で
は
、
お
彼
岸
に

一
軒
一
軒
に
お
邪
魔
し
て
、

佛
檀
の
前
で
彼
岸
の
先
祖
供

養
の
回
向
を
務
め
る
習
慣
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日

本
に
は

お
彼
岸
に
は
節
目

ふ

し

め

と
し
て
春
と
秋
の
二
回
、
先

祖
と
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し

て
供
養
を
行
う
と
い
う
習
慣

が
あ
り
ま
す
。
秋
の
彼
岸
は
、

併
設
の
幼
稚
園
の
運
動
会
と

も
重
な
り
、
法
要
の
開
催
が

で
き
ま
せ
ん
が
、
春
の
彼
岸

だ
け
は
、
近
隣
の
方
丈
様
方

に
来
て
頂
き
檀
信
徒
総
供
養

と
い
う
形
で
務
め
ま
す
。
年

に
二
回
の
寺
で
の
法
要
で
す

が
、
足
を
お
運
び
頂
き
、
お

寺
と
仏
様
の
教
え
に
触
れ
て

頂
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

是
非
、
お
詣
り
頂
き
ま
す
よ

う
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

仏
教
経
典
の
中
に
は
お
彼

岸
に
つ
い
て
直
接
的
に
書
か

れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
岸
に
先
祖
へ
の
供
養
を
行

う
の
は
、
日
本
に
昔
か
ら
あ

る
「
先
祖
は
家
の
守
り
神
で

あ
る
」
と
い
う
考
え
方
や
、

日
本
が
長
く
農
耕
社
会
で
あ

り
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
を

（
天
候
の
安
定
を
祈
り
、
収

穫
に
感
謝
す
る
）
を
示
す
習

慣
と
結
び
つ
き
な
が
ら
定
着

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
、
『
彼
岸
』
と
い
う
言

葉
自
体
に
は
仏
教
的
な
意
味

が
あ
り
ま
す
。
彼
岸
と
は
向

こ
う
の
岸
で
す
。
こ
の
向
こ

う
岸
と
は
ど
こ
で
し
ょ
う
？

私
は
、
こ
の
向
こ
う
岸
こ
そ

が
「
涅
槃
（
ね
は
ん
）
＝
悟
り

の
世
界
＝
仏
様
の
世
界
」
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
我
々
の
居
る
世
界
つ

ま
り
、
こ
ち
ら
側
（
此
岸
）

は
娑
婆
（
し
ゃ
ば
）
と
い
い
ま

す
。
娑
婆
と
は
古
代
イ
ン
ド

語
の
音
訳
で
通
常
「
忍
土
」

と
訳
さ
れ
ま
す
。
即
ち
「
苦

し
み
」
に
耐
え
忍
ぶ
世
界
と

い
う
意
味
で
す
。
近
頃
は
、

あ
ま
り
ヤ
ク
ザ
映
画
や
ド
ラ

マ
も
放
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

以
前
は
刑
務
所
か
ら
刑
期
を

終
え
た
ヤ
ク
ザ

が
「
シ
ャ
バ
の

空
気
は
う
め
え

な
あ
」
と
一
服

す
る
シ
ー
ン
が

あ
り
、
「
娑
婆
」

し

ゃ

ば

は
良
い
と
こ
ろ

と
勘
違
い
す
る

人
も
居
た
よ
う

で
す
が
、
我
々

の
居
る
世
界
は

「
苦
に
満
ち
た

世
界
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
仏

教
の
祖
で
あ
る
お
釈
迦
様
の

出
発
点
で
す
。
し
か
し
、
お

釈
迦
様
は
「
苦
」
か
ら
の
解

放
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ

が
仏
教
の
始
ま
り
で
す
。
そ

の
最
初
の
教
え
の
中
に
「
縁

起
の
法
則
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
今
、
我
々
が
こ
こ

に
生
き
て
い
る
の
は
、
決
し

て
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、

様
々
な
原
因
（
因
）
に
新
た

な
原
因
や
条
件
（
縁
）
が
加

わ
っ
た
結
果
（
果
）
と
し
て
、

こ
こ
に
呼
吸
し
な
が
ら
生
き

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
新
た

な
因
や
条
件
＝
縁
を
お
陰
と

え
ん

か
げ

も
言
い
ま
す
。
我
々
は
お

陰
様
で
、
こ
の
世
界
に
生
き

か
げ
さ
ま

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、

そ
う
有
る
事
が
大
変
難
し
い

こ
と
な
の
で
す
（
だ
か
ら
有

難
い
の
で
す
）
。
更
に
言
え
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平
成
二
十
八
年

春
季
彼
岸
会
法
要

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日
（
木
）

午
前
十
一
時
よ
り

春
季
彼
岸
壇
信
徒
総
供
養

供
養

了
っ
て

法
話

天
草
市
本
町

迦
葉
寺

住
職

葛
西

啓
二

老
師

簡
単
な
弁
当
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
出
欠
及
び
人
数
を
同
封
の
葉

書
で
返
信
下
さ
い

お
彼
岸
の
由
来

春
彼
岸
法
要
の
開
催



ば
、
我
々
が
こ
こ
に
存
在
す
る

最
も
大
き
な
因
は
、
親
の
存
在

で
す
。
親
も
そ
の
両
親
が
い
な

け
れ
ば
、
我
々
は
存
在
し
な
か
っ

た
訳
で
す
。
つ
ま
り
、
先
祖
が

い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
今
生

き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
先
祖

に
有
り
難
う
と
感
謝
を
伝
え
、

現
状
を
報
告
す
る
作
業
、
こ
れ

が
先
祖
供
養
で
す
。
お
彼
岸
は
、

供
養
の
一
つ
の
機
会
で
す
。
た

と
え
、
法
要
に
参
加
で
き
な
く

て
も
、
彼
岸
に
渡
ら
れ
た
ご
先

祖
に
家
族
の
様
子
を
ご
報
告
頂

き
ま
す
よ
う
御
願
い
致
し
ま
す
。

数
年
前
に
納
骨
壇
を
増
設
し

ま
し
た
。
世
間
で
流
行
り
の

「
終
活
」
の
影
響
も
あ
る
の
か
、

納
骨
堂
に
加
入
し
た
い
方
も
増

え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
時
に

「
納
骨
堂
の
永
代
供
養
を
お
願

い
し
ま
す
」
と
言
っ
て
申
し
込

ま
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
納

骨
堂
に
加
入
す
る
の
は
加
入

（
使
用
）
契
約
を
結
ぶ
事
で
、

「
供
養
は
加
入
者
が
す
る
も
の

で
す
よ
」
と
お
話
し
し
て
い
ま

す
。
家
庭
に
よ
っ
て
は
、
子
ど

も
が
居
な
い
の
で
自
分
の
代
以

降
は
誰
も
供
養
し
て
く
れ
る
者

が
い
な
い
の
で
不
安
だ
と
い
う

方
、
そ
の
他
の
事
情
で
、
後
が

心
配
だ
と

い
う
方
も

い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

こ
う
言
う

場
合
は
、

不
安
を
抱

え
た
ま
ま

生
活
す
る

の
も
問
題
で
す
し
、
別
途
に
永

代
供
養
の
契
約
を
結
び
ま
す
。

し
か
し
、
原
則
と
し
て
親
の
供

養
は
子
が
行
う
の
が
前
提
だ
と

思
い
ま
す
。
た
と
え
核
家
族
化

が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
親
子
の

「
縁
」
は
縁
で
す
。
子
ど
も
に

迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
か
ら
と

言
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、
親
の
供
養
と
い
う
作

業
は
迷
惑
な
の
で
し
ょ
う
か
？

私
は
面
倒
で
あ
っ
て
も
務
め
る

べ
き
は
務
め
る
の
が
筋
だ
と
思

い
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は
納

骨
堂
加
入
と
永
代
供
養
を
一
つ

に
し
て
募
集
さ
れ
る
お
寺
も
あ

り
ま
す
が
、
当
寺
は
、
加
入
と

供
養
は
分
け
て
考
え
て
い
ま
す
。

緋
恩
衣
被
着
の
許
可

昨
年
、
晋
山
式
を
修
行
し
て

本
庁
よ
り
緋
色
の
衣
を
着
る
許

ひ

い

ろ

可
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
現
在
、

熊
本
県
第
一
宗
務
所
の
副
所
長

と
い
う
職
に
つ
い
て
い
ま
す
。

過
去
に
も
青
年
会
活
動
に
励
ん

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
功
績

と
し
て
、
永
平
寺
護
持
団
体
の

推
薦
を
う
け
、
恩
衣
（
襟
と
袖

お

ん

え

に
十
二
単
の
縁
取
り
が
し
て
あ

ひ
と
え

る
衣
）
を
着
る
許
可
を
戴
き
ま

し
た
（
緋
色
の
恩
衣
で
緋
恩
衣

ひ

お

ん

え

で
す
）
。
自
分
が
、
そ
の
よ
う

な
衣
を
着
る
に
値
す
る
か
疑
問

で
す
し
、
何
よ
り
恥
ず
か
し
い

の
で
す
が
、
折
角
、
推
薦
と
許

可
を
戴
き
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
い
た
し
ま
す
。

毎
年
、
開
催
し
て
い
る
企
画

も
少
し
ず
つ
定
着
し
て
き
ま
し

た
。
近
年
、
音
楽
会
等
の
色
々

な
企
画
を
お
寺
で
開
催
す
る
所

も
増
え
て
き
た
よ
う
で
す
。

「
お
寺
は
生
き
て
い
る
人
々
が
、

よ
り
良
く
生
き
る
術
を
学
ぶ
場

す
べ

所
」
こ
れ
は
高
校
生
の
頃
か
ら
、

私
が
言
い
続
け
て
き
た
事
で
す
。

世
相
の
不
安
か
、
伝
統
回
帰
な

の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
坐

禅
を
始
め
お
寺
や
仏
教
に
興
味

を
持
つ
人
が
増
え
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
お
寺
に
一
歩

足
を
踏
み
入
れ
る
、
本
堂
の
中

の
空
気
に
触
れ
る
、
そ
こ
で
何

か
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
年
、
私
が
考
え
る
仏

教
の
視
座
に
つ
い
て
話
を
し
て

き
ま
し
た
。
今
年
は
、
他
の
宗

教
や
他
の
仏
教
教
派
の
方
と
の

対
談
を
久
し
ぶ
り
に
行
い
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
ジ
ャ

ズ
ベ
ー
ス
界
の
最
重
鎮

鈴
木

良
雄
氏
も
来
て
頂
け
ま
す
。
近

年
評
判
の
良
か
っ
た
円
熟
の
グ

ル
ー
プ
「
ベ
ー
ス
・
ト
ー
ク
」

（
毎
年
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ

が
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
し
て
い

ま
す
が
）
を
率
い
て
の
プ
レ
イ

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
近
頃
は
、

居
酒
屋
か
ら
ラ
ー
メ
ン
屋
ま
で

Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
ジ
ャ
ズ
が
流
れ
る
よ

う
に
な
り

ま
し
た
。

そ
れ
だ
け

身
近
に
な
っ

た
ジ
ャ
ズ

の
生
演
奏

を
、
是
非

お
楽
し
み

下
さ
い
。

浄 国 寺 通 信 第 ２ １ 号 平 成 2 ８ 年 ３ 月 ７ 日 （月 ）

2

身
辺
雑
記

今
年
度
か
ら
幼
稚
園
・
保
育
所
の

制
度
が
変
わ
っ
た
。
女
性
に
よ
る
労

働
力
の
確
保
と
そ
れ
に
伴
う
待
機
児

童
の
解
消
が
主
な
目
的
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
大
切
な
乳
幼
児
期
の
成
長
と

発
達
と
い
う
部
分
が
抜
け
落
ち
て
い

る
。
同
時
に
大
人
と
し
て
の
成
長
も

忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
大
人
に
な
り
き

れ
な
い
親
を
「
親
」
と
い
う
一
人
の

大
人
に
育
て
上
げ
る
の
は
「
子
」
の

存
在
だ
。
小
さ
い
子
は
理
屈
抜
き
に

親
を
鍛
え
て
く
れ
る
。
誰
で
も
辛
い

事
、
き
つ
い
事
は
嫌
で
、
避
け
た
い

と
考
え
る
。
親
で
あ
っ
て
も
同
様
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
を
経
験
し
て
初
め
て

身
に
つ
く
事
が
沢
山
あ
る
の
も
頑
然

と
し
た
事
実
で
あ
る
。
爺
婆
は
孫
に

甘
い
の
で
何
で
も
引
き
受
け
る
。
施

設
も
一
所
懸
命
に
子
ど
も
に
接
し
て

い
る
。
政
治
家
は
票
目
的
で
良
い
顔

が
で
き
る
制
度
を
作
る
。
斯
く
し
て
、

か

子
が
育
つ
環
境
は
変
わ
り
、
子
育
て

の
コ
ン
ビ
ニ
化
が
進
む
。
か
わ
い
そ

う
な
の
は
、
当
の
こ
ど
も
達
で
あ
る
。

浄国寺のＨＰ joukokuji.net/

今

こ
こ
ろ
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ

定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷
（約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す
る
話
（約
二

ち
ゅ
う

十
分
）。今
は
「正
法
眼
蔵
坐
禅
儀
」。
会
費
・会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の

方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

平
成
二
十
八
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
金

）
午
後
二

時

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

喜
三
郎
翁

追
悼
供
養

谷
汲
観
音
供
養

そ
の
他

七
月
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
月
二
十
二
日
（
土
）
午
後
六
時

「
い
ま

心
にZEN

」

仏
教
講
演
会

記
念
音
楽
会

鈴
木
良
雄
＆

Bass
Talk

永
代
供
養
と
い
う
言
葉


